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先
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三
―
一

第
三
学
年　

「
こ
と
ば
の
き
ま
り
」
と
教
科
書
の
関
連
表

こ　

と　

ば　

の　

き　

ま　

り

教

科

書

巻

ペ
ー
ジ

一

国
語
じ
て
ん
の
使
い
方

国
語
辞
典
の
使
い
方

国
語
じ
て
ん
の
使
い
方

上

36

二

漢
字
の
表
す
意
味

意
味
の
違
い

漢
字
の
多
義
性

漢
字
の
表
す
意
味

上

62

三

慣
用
句
を
使
お
う

慣
用
句

慣
用
句
を
使
お
う

上

116

四

こ
そ
あ
ど
言
葉

指
示
語

こ
そ
あ
ど
言
葉

下

28

五

漢
字
の
読
み
方

音
訓

送
り
が
な

漢
字
の
読
み
方

下

34

六

俳
句
に
親
し
も
う

三
句
十
七
音

季
語

俳
句
に
親
し
も
う

下

70

七

く
わ
し
く
表
す
言
葉

主
語
（
あ
た
ま
）
の
か
ざ
り

述
語
（
か
ら
だ
）
の
か
ざ
り

形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞

く
わ
し
く
表
す
言
葉

下

108

八

漢
字
の
組
み
立
て
と
意
味

漢
字
の
構
成

部
首

漢
字
の
組
み
立
て
と
意
味

下

128

九

ロ
ー
マ
字

大
文
字
・
小
文
字

長
音
・
拗
音
・

拗
音
長
・
促
音
等

ロ
ー
マ
字
①
、
②

上

89

下

37

「
新
し
い
国
語
」
三
年
上
下
　
東
京
書
籍
（
令
和
六
年
度
版
）

見
本



三
―
二

「
こ
と
ば
の
き
ま
り
」
学
年
別
指
導
内
容
一
覧
表

第　

一　

学　

年

第　

二　

学　

年

第　

三　

学　

年

項

も　
　

く　
　

じ

指
導
内
容

項

も　
　

く　
　

じ

指
導
内
容

項

も　
　

く　
　

じ

指
導
内
容

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

こ
と
ば
あ
そ
び　

１

こ
と
ば
あ
つ
め　

１

に
ご
る　

お
ん

ぶ
ん
を　

つ
く
ろ
う

く
っ
つ
き
の　
「
は
・
へ
・
を
」

て
ん
と　

ま
る

つ
ま
る　

お
ん　

は
ね
る　

お
ん

こ
と
ば
あ
つ
め　

２

こ
と
ば
あ
そ
び　

２

の
ば
し
て　

よ
む　

こ
と
ば

ち
い
さ
い
「
ゃ
」「
ゅ
」「
ょ
」

音
や　

よ
う
す
を　

あ
ら
わ
す　

こ
と
ば

か
ん
字
あ
つ
め

か
た
か
な

よ
う
日
と　

日
づ
け　

ま
と
め
て　

よ
ぶ　

こ
と
ば

か
ぎ

か
た
ち
の　

に
て
い
る　

か
ん
字

母
音
の
発
音�

音
節
意
識�

濁
音
・
半
濁
音�

文�助
詞
「
は
・
へ
・
を
」�

句
読
点�

促
音
・
撥
音�

語
彙
の
拡
充

音
節
意
識�

五
十
音
表�

長
音�

拗
音
・
拗
長
音�

擬
声
（
音
）
語

擬
態
語�

漢
数
字

象
形
文
字
・
指
事
文
字�

促
音
・
長
音
・
拗
音

シ
と
ツ
・
ソ
と
ン�

曜
日�　

日
付

上
位
語
・
下
位
語

曜
日

�

か
ぎ
（「　

」）�

字
形

一二三四五六七八九十十
一

十
二

か
ん
字
の　

書
き
方�

か
た
か
な
で　

書
く　

こ
と
ば�

気
も
ち
を　

あ
ら
わ
す　

と
き
に

つ
か
う　

こ
と
ば�

丸
（
。）、　

点
（
、）、

か
ぎ
（「　

」）�

主
語
と　

じ
ゅ
つ
語

な
か
ま
に　

な
る　

こ
と
ば�

数
を　

あ
ら
わ
す　

こ
と
ば�

か
ん
字
の　

読
み
方
と

お
く
り
が
な

は
ん
た
い
の　

い
み
の　

こ
と
ば�

声
に　

出
し
て　

み
よ
う�

同
じ　

と
こ
ろ
の　

あ
る

か
ん
字
、
か
た
ち
の　

に
て
い
る

か
ん
字

組
み
合
わ
せ
た　

こ
と
ば�

画
・
画
数
・
筆
順�

か
た
か
な
表
記
の
言
葉

擬
音
語　

外
国
語

外
国
人
名
・
地
名�

形
容
詞�

等

句
読
点

か
ぎ
（「　

」）��

名
詞　

動
詞

主
語
・
述
語�

上
位
語
・
下
位
語�

数
詞�

送
り
が
な�

対
義
語�

音
節
・
同
音
異
義
語�

部
首
・
形

複
合
動
詞�

一二三四五六七八九

国
語
じ
て
ん
の
使
い
方�

漢
字
の
表
す
意
味�

慣
用
句
を
使
お
う�

�

こ
そ
あ
ど
言
葉

漢
字
の
読
み
方

俳
句
に
親
し
も
う��

く
わ
し
く
表
す
言
葉�

漢
字
の
組
み
立
て
と
意
味

��

ロ
ー
マ
字

国
語
辞
典
の
使
い
方�

意
味
の
違
い

漢
字
の
多
義
性��

慣
用
句�

指
示
語�

音
訓

送
り
が
な

三
句
十
七
音

季
語

主
語
（
あ
た
ま
）
の
か
ざ
り

述
語
（
か
ら
だ
）
の
か
ざ
り

形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞�

漢
字
の
構
成

部
首�

��

大
文
字
・
小
文
字

長
音
・
拗
音
・

拗
長
音
・
促
音
等

見
本



三
―
三

第　

四　

学　

年

第　

五　

学　

年

第　

六　

学　

年

項

も　
　

く　
　

じ

指
導
内
容

項

も　
　

く　
　

じ

指
導
内
容

項

も　
　

く　
　

じ

指
導
内
容

一二三四五六七八九十十
一

漢
字
辞
典
の
使
い
方�

こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
を
使
お
う�

文
の
組
み
立
て
と
修
飾
語�

つ
な
ぐ
言
葉

じ
ゅ
く
語
の
意
味

百
人
一
首
に
親
し
も
う�

同
じ
読
み
方
の
漢
字�

か
な
づ
か
い�

文
末
の
言
い
方

伝
わ
り
や
す
い
文

ロ
ー
マ
字
の
書
き
方

部
首
索
引�

こ
と
わ
ざ

故
事
成
語

�

主
語
・
述
語
・
修
飾
語�

文
と
文
の
接
続
関
係

接
続
詞　

接
続
助
詞

熟
語

五
句
三
十
一
音

百
人
一
首�

同
音
の
漢
字

同
訓
の
漢
字

同
音
異
義
語���

じ
・
ぢ　

ず
・
づ

現
代
か
な
づ
か
い�

文
末
表
現

漢
字
か
な
交
じ
り
文

読
点

大
文
字
・
小
文
字

長
音
・
拗
音

拗
音
長
・
促
音�

等

一二三四五六七八九

敬
語

漢
字
の
成
り
立
ち

い
に
し
え
の
言
葉
に
親
し
も
う

い
に
し
え
の
人
の
え
が
く
世
界

思
考
に
関
わ
る
言
葉

ど
う
や
っ
て
文
を
つ
な
げ
れ
ば

い
い
の
？

熟
語
の
構
成
と
意
味

和
語
、
漢
語
、
外
来
語

日
本
語
と
外
国
語

方
言
と
共
通
語

尊
敬
語
・
謙
譲
語

丁
寧
語

象
形
文
字

指
事
文
字

会
意
文
字

形
声
文
字��

古
文

文
末
表
現

接
続
語

��

熟
語

和
語
、
漢
語
、

外
来
語�

語
順

方
言
・
共
通
語

一二三四五六七八

熟
語�

の
構
成

文
と
文
の
つ
な
が
り

つ
な
ぐ
言
葉
の
使
い
分
け

漢
文
に
親
し
も
う�

場
面
に
応
じ
た
言
葉
づ
か
い�

複
合
語�

似
た
意
味
の
言
葉
の
使
い
分
け�

表
現
を
く
ふ
う
す
る

六
年
間
の
復
習

熟
語

指
示
語

接
続
語

漢
文

敬
語�

複
合
語

類
義
語

比
喩
・
反
復
・
倒
置�

見
本



三
―
四

〈
用　

語　

対　

照　

表
〉

文　

法　

用　

語

提　

出　

学　

年

備　
　
　
　

考

１　

年

２　

年

３　

年

４　

年

５　

年

６　

年

名

詞

16

名
前
こ
と
ば
（
数
詞
も
含
む
）

動

詞

17

う
ご
き
こ
と
ば

形

容

詞

13

26

12

よ
う
す
こ
と
ば　

気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば

形

容

動

詞

26

12

よ
う
す
こ
と
ば

副

詞

26

連

体

詞

助

動

詞

助

詞

7

9

く
っ
つ
き
の
「
は
・
へ
・
を
」

接

続

詞

15

18

5

つ
な
ぎ
言
葉

指

示

語

16

こ
そ
あ
ど
言
葉

主

語

5

18

9

文
の
あ
た
ま

述

語

5

19

9

文
の
か
ら
だ

連

体

修

飾

語

26

12

あ
た
ま
の
か
ざ
り

連

用

修

飾

語

26

12

か
ら
だ
の
か
ざ
り

複

合

語

35
・
36

11

組
み
合
わ
せ
た
こ
と
ば

多

義

語

8

慣

用

句

12

対

義

語

30

は
ん
た
い
の
い
み
の
こ
と
ば

類

字

35
・
36

33
・
34

に
た
か
ん
字

擬　
　
　

声
︵
音
︶
語

25

8

か
た
か
な
で
書
く
こ
と
ば

擬

態

語

25

9

同

音

異

義

語

32

28

上
位
語
・
下
位
語

32
・
33

25

な
か
ま
に
な
る
こ
と
ば

接
頭
語
・
接
尾
語

文

語

12

7

敬

語

1

8

常

体

・

敬

体

4

句

読

点

13
・
34

14

丸
・
点
・
か
ぎ 見

本



三
―
五

﹁
こ
と
ば
の
き
ま
り
﹂
三
年

ま
と
め
の
テ
ス
ト

︵
使
い
方
︶

○ 

長
期
の
休
み
に
入
る
前
の
時
期
に
︑
ま
と
め
の
テ
ス
ト
を

実
施
す
る
︒

○
実
施
す
る
頁
を
増
し
刷
り
し
て
︑
使
用
す
る
︒

○ 

児
童
に
自
己
採
点
さ
せ
た
り
︑
教
師
が
採
点
し
た
り
し
て
︑

評
価
す
る
︒

○
定
着
が
不
十
分
な
ら
︑
振
り
返
っ
て
学
習
す
る
︒

三
―
六

三
年
ま
と
め
の
テ
ス
ト
①︵
P1
~

P11
︶

名
前

点

※
各
五
点
︵
一
は
完
答
︶

一
　
次つ
ぎ

の
言こ
と

葉ば

に
つ
い
て
国
語
じ
て
ん
に
な
ら
ん
で
い
る
じ
ゅ
ん
に

　
番
号ご
う

を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

三 

　
国
語
じ
て
ん
で

の
言こ
と

葉ば

を
調し
ら

べ
た
ら
︑
下
の

の

よ
う
な
意い

味み

が
分
か
り
ま
し
た
︒
あ
と
の
①
~
③
の
文
で
は
︑

ど
の
意い

味み

で
使つ
か

わ
れ
て
い
ま
す
か
︒
一
つ
ず
つ
え
ら
ん
で︵
　
　
︶

に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

四 

　

の
中
に
あ
る
次
の

の
漢か
ん

字じ

は
ど
の
よ
う
な
意い

味み

で
使つ
か
わ

れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒意い

味み

の
ち
が
い
に
よ
っ
て
分
け
ま
し
ょ
う
︒

二
　
次つ
ぎ

の
│
│
の
言こ
と

葉ば

の
意い

味み

を
国
語
じ
て
ん
で
調し
ら

べ
ま
す
︒
じ
て

　
ん
を
ひ
く
と
き
の
形
に
直
し
ま
し
ょ
う
︒

（一）

（一）

（二）

（二）

（四）

（三）（五）

あ
め
︵
　
　
　
︶

か
め
︵
　
　
　
︶

さ
め
︵
　
　
　
︶

パ
ス
︵
　
　
　
︶

バ
ス
︵
　
　
　
︶

は
す
︵
　
　
　
︶

さ
つ
き
︵
　
　
　
︶

さ
っ
き
︵
　
　
　
︶

し
い
た
け
︵
　
　
　
︶

し
か
い
　
︵
　
　
　
︶

シ
ー
ソ
ー
︵
　
　
　
︶

び
よ
う
　
︵
　
　
　
︶

ひ
よ
う
　
︵
　
　
　
︶

び
ょ
う
　
︵
　
　
　
︶

（一）
　
ぼ
く
は
︑
水
ぞ
く
か
ん
に
行
き
た
い
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（二）
　
わ
た
し
は
︑
一
年
生
に
や
さ
し
く
話
し
か
け
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（三）
　
き
ゅ
う
に
教
室
が
し
ず
か
に
な
っ
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（四）
　
こ
の
本
は
︑
む
ず
か
し
そ
う
だ
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

か
け
る

ア
　
上
か
ら
下
に
さ
げ
る
︒

イ
　
か
け
算
を
す
る
︒

ウ
　
き
か
い
を
動う
ご

か
す
︒

①
四
に
五
を
か
け
る
︒　
　
　
　
　︵
　
　
　
︶

②
か
た
に
水
と
う
を
か
け
る
︒　
　︵
　
　
　
︶

③
車
の
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
る
︒　
　︵
　
　
　
︶

着
く
︵
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

着
る
︵
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

お
金
︵
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

黄お
う

金ご
ん

︵
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

着金
上う

わ

着ぎ

　
着き

物も
の

　
と
う
着ち

ゃ
く

　
着ち

ゃ
く

せ
き

金
メ
ダ
ル
　
金
が
く
　
集し

ゅ
う

金き
ん

　
金
の
ゆ
び
わ

１２３

２１３

１２
３２１

２３１

行
く

や
さ
し
い

し
ず
か

む
ず
か
し
い

イアウ

　
と
う
着
　
　
　
着
せ
き

　
上
着
　
　
　
　
着
物

　
金
が
く
　
　
　
集
金

　
金
メ
ダ
ル
　
　
金
の
ゆ
び
わ

三
―
八

三
年
ま
と
め
の
テ
ス
ト
③︵
P24
~

P38
︶

名
前

点

※
各
五
点

　
（一） 
　
頁
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

　
（二） 
　
　
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

　
（三） 
　
　
　
︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
︶

一
　
俳は
い

句く

に
つ
い
て
答
え
ま
し
ょ
う
︒

　
（一） 
　
俳は
い

句く

は
︵ 

　
・
　 

・
　 

︶
の
十
七
音お
ん

で
表ひ
ょ
うげ
ん
さ
れ
る
の

が
ふ
つ
う
で
す
︒

　
（二） 
　
俳は
い

句く

は
季き

節せ
つ

を
し
め
す
︵
　
　
　
　
　
　
︶
を
入
れ
る
と
い

う
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
︒

三 

　
次つ
ぎ

の
俳は
い

句く

に
え
が
か
れ
て
い
る
季き

節せ
つ

は
い
つ
で
し
ょ
う
︒
│
│
の

部ぶ

分ぶ
ん

を
手
が
か
り
に
し
て
︵
　
　
　
︶
の
中
に
季き

節せ
つ

を
書
き
ま
し
ょ

う
︒

二
　
次つ
ぎ

の
俳は
い

句く

の
音
の
区く

切
り
を

で
分
け
ま
し
ょ
う
︒

　
（一） 
　
夏
草
や
つ
わ
も
の
ど
も
が
夢ゆ
め

の
あ
と

　
（二） 
　
朝
顔
に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
い
水

四 
　
次つ
ぎ
の
部ぶ

首し
ゅ
の
名
前
を
書
き
︑
そ
の
部ぶ

首し
ゅ

が
つ
く
漢か
ん

字じ

を
一
つ

書
き
ま
し
ょ
う
︒

部ぶ

首し
ゅ

の
名
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢か
ん

字じ

　
（一） 
　
ひ
ま
わ
り
や
　
青
空
高
く
　
の
び
て
い
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
　
　
　
　
　
　
︶

　
（二） 
　
入
学
式
　
は
じ
ま
る
前
の
　
し
ん
こ
き
ゅ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
　
　
　
　
　
　
︶

　
（三） 
　
ポ
ケ
ッ
ト
に
　
ド
ン
グ
リ
い
っ
ぱ
い
　
大だ
い

富ふ

ご
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
　
　
　
　
　
　
︶

五　次
つぎ

のローマ字を読んで，（　　）
　の中にひらがなで書きましょう。

六　次
つぎ

の言
こと

葉
ば

をローマ字で書きま
　しょう。
（一）　ちゃわん

（二）　おばあさん

（三）　きって

（四）　パンや

（一）　onpu
　　（　　　　　　　　　　　　　）

（二）　ginmedaru
　　（　　　　　　　　　　　　　）

（三）　Kintaro
　　（　　　　　　　　　　　　　）

五
　
七
　
五

季
語

お
お
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
顔
　
頭 

な
ど

し
ん
に
ょ
う
︑
し
ん
に
ゅ
う
　
通
　
近 

な
ど

う
か
ん
む
り
　
　
　
　
　
　
　
家
　
室 

な
ど

夏春秋

おんぷ

ぎんめだる

きんたろう

tyawan（chawanも可）

obasan

kitte

pan’ya

三
―
七

三
年
ま
と
め
の
テ
ス
ト
②︵
P12
~

P23
︶

名
前

点

※
各
五
点

一
　
漢か
ん

字じ

の
読
み
方
に
気
を
つ
け
て
︑
送お
く

り
が
な
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒
三 

　
次
の
言こ
と

葉ば

の
意い

味み

に
合
う
よ
う
に
︑

の
中
に
人
間
の
体
の
部ぶ

分ぶ
ん

を
指さ

す
言こ
と

葉ば

を
入
れ
ま
し
ょ
う
︒

四 

　
次つ
ぎ

の
︵
　
　
　
　
︶
に
あ
て
は
ま
る
言こ
と

葉ば

を
︑
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
え
ら
ん
で
書
き
ま
し
ょ
う
︒

二
　
次つ
ぎ

の
│
│
の
言こ
と

葉ば

は
︑
ど
の
言こ
と

葉ば

を
指さ

し
て
い
る
で
し
ょ
う
︒

　︵
　
　
　
︶
に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

（一）（二）

（二）（三）（四）

（一） 
　
向む

こ
う
で
大
き
な
音
が
し
た
︒
そ
れ
を
聞
い
た
店
の
人
た
ち

は
︑
急い
そ

い
で
表お
も
てに
出
て
き
た
︒ ︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（二） 
　
つ
く
え
の
上
に
ノ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
を
と
っ
て
く
だ

さ
い
︒ 

︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（三）
　﹁
空
を
丸
い
も
の
が
と
ん
で
い
る
よ
︒﹂﹁
あ
っ
︑
ほ
ん
と
う
︒

　
あ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
な
︒﹂ 

︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（四） 
　
か
ぼ
ち
ゃ
が
と
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
を
お
み
や
げ
に
持
っ
て
い

こ
う
︒ 

︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（五）  
　
き
の
う
︑
プ
ー
ル
に
行
き
ま
し
た
︒
そ
こ
で
友
だ
ち
に
会
い

ま
し
た
︒ 

︵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︶

（一） 
　︵
　
　
　
　
　
︶
ふ
う
せ
ん
が
︵
　
　
　
　
　
　
︶
と
ん
で
い
る
︒

（二） 
　︵
　
　
　
　
　
　
︶
雨
が
︵
　
　
　
　
　
　
︶
ふ
っ
て
い
る
︒

（三）
　︵
　
　
　
　
　
　
︶
風
が
ふ
く
︒

荷
物
が
重
︵
　
　
　
　
　
　
︶
︒

本
を
重
︵
　
　
　
　
　
　
︶
︒

人
が
通
︵
　
　
　
　
　
　
︶
︒

学
校
に
通
︵
　
　
　
　
　
　
︶
︒

言
葉
が
通
︵
　
　
　
　
　
　
︶
︒

（一）

長
い
時
間
歩
い
た
り
立
っ
た
り
し
て
︑

足
が
ひ
ど
く
つ
か
れ
る
こ
と

ひ
じ
ょ
う
に
い
そ
が
し
い
こ
と

聞
き
ち
が
い
で
は
な
い
か
と
思
う
こ

とや
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
︑

い
い
か
げ
ん
に
す
る
こ
と

（五）

言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
つ
い

う
っ
か
り
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
ぬ
く

が
ぼ
う
に
な
る

を
う
た
が
う

が
回
る

が
す
べ
る

ザ
ー
ザ
ー
　
赤
い
　
は
げ
し
い
　
ふ
わ
ふ
わ
　
さ
わ
や
か
な

　
　
い

ね
るる　

う
　
じ
る

音ノ
ー
ト

丸
い
も
の

か
ぼ
ち
ゃ

プ
ー
ル

赤
い
　
　
　
　
　
　
　 

　
　 

ふ
わ
ふ
わ

は
げ
し
い
　
　
　
　
　
　 

ザ
ー
ザ
ー

さ
わ
や
か
な

口 足目耳手

見
本



三
―
六

三
年
ま
と
め
の
テ
ス
ト
①︵
P1
~

P11
︶

名
前

点

※
各
五
点
︵
一
は
完
答
︶

一　

次つ
ぎ

の
言こ
と

葉ば

に
つ
い
て
国
語
じ
て
ん
に
な
ら
ん
で
い
る
じ
ゅ
ん
に

　

番
号ご
う

を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

三 　

国
語
じ
て
ん
で

の
言こ
と

葉ば

を
調し
ら

べ
た
ら
︑
下
の

の

よ
う
な
意い

味み

が
分
か
り
ま
し
た
︒
あ
と
の
①
~
③
の
文
で
は
︑

ど
の
意い

味み

で
使つ
か

わ
れ
て
い
ま
す
か
︒
一
つ
ず
つ
え
ら
ん
で︵　
　

︶

に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

四 　

の
中
に
あ
る
次
の

の
漢か
ん

字じ

は
ど
の
よ
う
な
意い

味み

で
使つ
か
わ

れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒意い

味み

の
ち
が
い
に
よ
っ
て
分
け
ま
し
ょ
う
︒

二　

次つ
ぎ

の
│
│
の
言こ
と

葉ば

の
意い

味み

を
国
語
じ
て
ん
で
調し
ら

べ
ま
す
︒
じ
て

　

ん
を
ひ
く
と
き
の
形
に
直
し
ま
し
ょ
う
︒

（一）

（一）

（二）

（二）

（四）

（三）（五）

あ
め
︵　
　
　

︶

か
め
︵　
　
　

︶

さ
め
︵　
　
　

︶

パ
ス
︵　
　
　

︶

バ
ス
︵　
　
　

︶

は
す
︵　
　
　

︶

さ
つ
き
︵　
　
　

︶

さ
っ
き
︵　
　
　

︶

し
い
た
け
︵　
　
　

︶

し
か
い　

︵　
　
　

︶

シ
ー
ソ
ー
︵　
　
　

︶

び
よ
う　

︵　
　
　

︶

ひ
よ
う　

︵　
　
　

︶

び
ょ
う　

︵　
　
　

︶

（一）　

ぼ
く
は
︑
水
ぞ
く
か
ん
に
行
き
た
い
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（二）　

わ
た
し
は
︑
一
年
生
に
や
さ
し
く
話
し
か
け
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（三）　

き
ゅ
う
に
教
室
が
し
ず
か
に
な
っ
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（四）　

こ
の
本
は
︑
む
ず
か
し
そ
う
だ
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

か
け
る

ア　

上
か
ら
下
に
さ
げ
る
︒

イ　

か
け
算
を
す
る
︒

ウ　

き
か
い
を
動う
ご

か
す
︒

①
四
に
五
を
か
け
る
︒　　
　
　
　
︵　
　
　

︶

②
か
た
に
水
と
う
を
か
け
る
︒　　
︵　
　
　

︶

③
車
の
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
る
︒　　
︵　
　
　

︶

着
く
︵　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

着
る
︵　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

お
金
︵　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

黄お
う

金ご
ん

︵　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

着金
上う

わ

着ぎ　

着き

物も
の　

と
う
着ち

ゃ
く　

着ち
ゃ
く

せ
き

金
メ
ダ
ル　

金
が
く　

集し
ゅ
う

金き
ん　

金
の
ゆ
び
わ
見
本



三
―
七

三
年
ま
と
め
の
テ
ス
ト
②︵
P12
~

P23
︶

名
前

点

※
各
五
点

一　

漢か
ん

字じ

の
読
み
方
に
気
を
つ
け
て
︑
送お
く

り
が
な
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒
三 　

次
の
言こ
と

葉ば

の
意い

味み

に
合
う
よ
う
に
︑

の
中
に
人
間
の
体
の
部ぶ

分ぶ
ん

を
指さ

す
言こ
と

葉ば

を
入
れ
ま
し
ょ
う
︒

四 　

次つ
ぎ

の
︵　
　
　
　

︶
に
あ
て
は
ま
る
言こ
と

葉ば

を
︑
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
え
ら
ん
で
書
き
ま
し
ょ
う
︒

二　

次つ
ぎ

の
│
│
の
言こ
と

葉ば

は
︑
ど
の
言こ
と

葉ば

を
指さ

し
て
い
る
で
し
ょ
う
︒

　
︵　
　
　

︶
に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

（一）（二）

（二）（三）（四）

（一） 　

向む

こ
う
で
大
き
な
音
が
し
た
︒
そ
れ
を
聞
い
た
店
の
人
た
ち

は
︑
急い
そ

い
で
表お
も
てに
出
て
き
た
︒ ︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（二） 　

つ
く
え
の
上
に
ノ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
を
と
っ
て
く
だ

さ
い
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（三）　
﹁
空
を
丸
い
も
の
が
と
ん
で
い
る
よ
︒﹂﹁
あ
っ
︑
ほ
ん
と
う
︒

　

あ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
な
︒﹂ 

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（四） 　

か
ぼ
ち
ゃ
が
と
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
を
お
み
や
げ
に
持
っ
て
い

こ
う
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（五）  　

き
の
う
︑
プ
ー
ル
に
行
き
ま
し
た
︒
そ
こ
で
友
だ
ち
に
会
い

ま
し
た
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︶

（一） 　
︵　
　
　
　
　

︶
ふ
う
せ
ん
が
︵　
　
　
　
　
　

︶
と
ん
で
い
る
︒

（二） 　
︵　
　
　
　
　
　

︶
雨
が
︵　
　
　
　
　
　

︶
ふ
っ
て
い
る
︒

（三）　
︵　
　
　
　
　
　

︶
風
が
ふ
く
︒

荷
物
が
重
︵　
　
　
　
　
　

︶
︒

本
を
重
︵　
　
　
　
　
　

︶
︒

人
が
通
︵　
　
　
　
　
　

︶
︒

学
校
に
通
︵　
　
　
　
　
　

︶
︒

言
葉
が
通
︵　
　
　
　
　
　

︶
︒

（一）

長
い
時
間
歩
い
た
り
立
っ
た
り
し
て
︑

足
が
ひ
ど
く
つ
か
れ
る
こ
と

ひ
じ
ょ
う
に
い
そ
が
し
い
こ
と

聞
き
ち
が
い
で
は
な
い
か
と
思
う
こ

とや
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
︑

い
い
か
げ
ん
に
す
る
こ
と

（五）

言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
つ
い

う
っ
か
り
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
ぬ
く

が
ぼ
う
に
な
る

を
う
た
が
う

が
回
る

が
す
べ
る

ザ
ー
ザ
ー　

赤
い　

は
げ
し
い　

ふ
わ
ふ
わ　

さ
わ
や
か
な

見
本



三
―
八

三
年
ま
と
め
の
テ
ス
ト
③︵
P24
~

P38
︶

名
前

点

※
各
五
点

　
（一） 　

頁　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

　
（二） 　
　
　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

　

（三） 　
　
　

︵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　

︶

一　

俳は
い

句く

に
つ
い
て
答
え
ま
し
ょ
う
︒

　

（一） 　

俳は
い

句く

は
︵ 　

・　

 

・　

 

︶
の
十
七
音お
ん

で
表ひ
ょ
うげ
ん
さ
れ
る
の

が
ふ
つ
う
で
す
︒

　

（二） 　

俳は
い

句く

は
季き

節せ
つ

を
し
め
す
︵　
　
　
　
　
　

︶
を
入
れ
る
と
い

う
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
︒

三 　

次つ
ぎ

の
俳は
い

句く

に
え
が
か
れ
て
い
る
季き

節せ
つ

は
い
つ
で
し
ょ
う
︒
│
│
の

部ぶ

分ぶ
ん

を
手
が
か
り
に
し
て
︵　
　
　

︶
の
中
に
季き

節せ
つ

を
書
き
ま
し
ょ

う
︒

二　

次つ
ぎ

の
俳は
い

句く

の
音
の
区く

切
り
を

で
分
け
ま
し
ょ
う
︒

　

（一） 　

夏
草
や
つ
わ
も
の
ど
も
が
夢ゆ
め

の
あ
と

　

（二） 　

朝
顔
に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
い
水

四 　

次つ
ぎ
の
部ぶ

首し
ゅ
の
名
前
を
書
き
︑
そ
の
部ぶ

首し
ゅ

が
つ
く
漢か
ん

字じ

を
一
つ

書
き
ま
し
ょ
う
︒

部ぶ

首し
ゅ

の
名
前　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢か
ん

字じ

　

（一） 　

ひ
ま
わ
り
や　

青
空
高
く　

の
び
て
い
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵　
　
　
　
　
　

︶

　

（二） 　

入
学
式　

は
じ
ま
る
前
の　

し
ん
こ
き
ゅ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵　
　
　
　
　
　

︶

　

（三） 　

ポ
ケ
ッ
ト
に　

ド
ン
グ
リ
い
っ
ぱ
い　

大だ
い

富ふ

ご
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵　
　
　
　
　
　

︶

五　次
つぎ

のローマ字を読んで，（　　）
　の中にひらがなで書きましょう。

六　次
つぎ

の言
こと

葉
ば

をローマ字で書きま
　しょう。
（一）　ちゃわん

（二）　おばあさん

（三）　きって

（四）　パンや

（一）　onpu
　　（　　　　　　　　　　　　　）

（二）　ginmedaru
　　（　　　　　　　　　　　　　）

（三）　Kintaro
　　（　　　　　　　　　　　　　）見

本



一　

国
語
じ
て
ん
の
使つ
か

い
方

国
語
じ
て
ん
は
︑

①
言こ

と

葉ば

の
意い

味み

②
漢か

ん

字じ

を
使つ

か

っ
た
書
き
表あ

ら
わし
方

③
言こ

と

葉ば

の
使つ

か

い
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
が
分
か
り
ま
す
︒

く
く
か
ん
︻
区
間
︼
道ど

う

路ろ

や
線せ

ん

路ろ

で
︑
あ
る
地

点
と
の
間
︒
例
一
部
の
区
間
が
運う

ん

休き
ゅ
う

に
な

っ
た
︒

く
き
︻
茎
︼
植し

ょ
く

物ぶ
つ

の
じ
く
で
︑
葉
や
花
な
ど

を
つ
け
る
部ぶ

分ぶ
ん

︒
養よ

う

分ぶ
ん

や
水
分
の
通
り
道

に
な
っ
て
い
る
︒

く
ぎ　

板い
た

な
ど
を
と
め
た
り
︑
つ
な
い
だ
り

す
る
た
め
に
打う

ち
こ
む
先
の
と
が
っ
た
物
︒

　

●
く
ぎ
を
刺さ

す　

ま
ち
が
い
の
な
い
よ
う

に
︑
は
っ
き
り
念ね

ん

を
お
す
︒
例
ち
こ
く
し

な
い
よ
う
に
く
ぎ
を
さ
す
︒

く
ぎ
づ
け
︻
く
ぎ
付

①
く
ぎ
を
う
ち
つ

②
そ
の
場
所
か
ら

で
く
ぎ
づ
け
に
な

く
ぎ
ぬ
き
︻
く
ぎ
抜

を
ぬ
き
と
る
た
め

く
き
ょ
う
︻
苦
境
︼

う
ぐ
う
︒

く
ぎ
り
︻
区
切
り
︼

①
も
の
ご
と
の
切

②
詩し

や
文
章し

ょ
うの

切

くかん－くさ

このページには，「く
かん」から「くさ」ま
での言

こと

葉
ば

がのっている。

「く」で始まる
言
こと

葉
ば

が集められ
ているところ

漢
かん

字
じ

を使
つか

った
書き表

あらわ

し方

言
こと

葉
ば

の意
い

味
み

言
こと

葉
ば

の使
つか

い方

ことわざや慣
か ん

用
よ う

句
く

がのっている
こともある。

︻
教
科
書
︵
上
︶
P36
~
P37
︼　
　
　
　
　

※
国
語
辞
典
の
使
い
方
を
学
び
︑
一
人
で
使
え
る
よ
う
に
継
続
的
に
指
導
す
る
︒

1
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①
国
語
じ
て
ん
は
︑
言こ

と

葉ば

が
五
十
音お

ん

じ
ゅ
ん

　
︵
あ
い
う
え
お
じ
ゅ
ん
︶
で
な
ら
ん
で
い
ま
す
︒

　

⬇
じ
て
ん
の
横よ

こ

に
は
目
じ
る
し
が
つ
い
て
い
ま
す
︒

　
　

 

目
じ
る
し
を
目
や
す
に
︑
調し

ら

べ
た
い
言こ

と

葉ば

の
一
文

字
目
の
だ
い
た
い
の
ペ
ー
ジ
を
開
き
ま
す
︒

　

⬇ 

二
文
字
目
︑
三
文
字
目
を
あ
い
う
え
お
じ
ゅ
ん
に

た
ど
り
ま
す
︒

（一） 　

﹁
く
き
﹂
の
意い

味み

を
国
語
じ
て
ん
を
使つ

か

っ
て
調し

ら

べ
ま

し
ょ
う
︒

言こ
と

葉ば

の
な
ら
び
方

早
く
調し

ら

べ
る
じ
ゅ
も
ん
（
目
じ
る
し
じ
ゅ
ん
）

あ
・
か
・
さ
・
た
・
な
・
は
・
ま
・
や
・
ら
・
わ

あ

か

た

さ

な

は

ま

く

目
じ
る
し

く
き

１　

一
文
字
目
は　

　
　
　
　
　

２　

目
じ
る
し
は　
　
　

の
ま
ん
中
あ
た
り
︒

３　

二
文
字
目
は　
　
　

あ
い
う
え
お
じ
ゅ
ん
で
前
の
方「国語じてんの使い方」

見てみよう

※
確
か
め
た
言
葉
に
は
︑
付
箋
を
付
け
た
り
︑
マ
ー
カ
ー
で
線
を
引
く
な
ど
し
て
︑
調
べ
た
印
を
残
す
と
よ
い
︒

植
物
の
じ
く
で
︑
葉
や
花
な
ど
を
つ
け
る

部
分
︒
養よ

う

分ぶ
ん

や
水
分
の
通
り
道
に
な
っ
て

い
る
︒

くかき

2
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②
清せ

い

音お
ん

︵
カ
・
サ
・
タ
・
ハ
行
︶

　
　
　
　
　
　
　
⇩

　

だ
く
音お

ん

︵
ガ
・
ザ
・
ダ
・
バ
行
︶

　
　
　
　
　
　
　
⇨

　

半は
ん

だ
く
音お

ん

︵
パ
行
︶

　

の
じ
ゅ
ん
に
な
ら
ん
で
い
ま
す
︒

③
か
た
か
な
の
長
音お

ん

を
表あ

ら
わす

﹁
ー
﹂
は
︑

　

﹁
チ
ー
ム
﹂
⇩
﹁
ち
い
む
﹂
の
よ
う
に
︑

　

﹁
ー
﹂
の
︑
前
の
音
を
長
く
の
ば
し
た

　

と
き
の
﹁
あ
・
い
・
う
・
え
・
お
﹂
に

　

お
き
か
え
て
な
ら
べ
て
あ
り
ま
す
︒

（二） 　

国
語
じ
て
ん
に
出
て
く
る
じ
ゅ
ん
に
︑
１
︑
２
︑
３
の

番
号
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

（三） 　

次つ
ぎ

の
言こ

と

葉ば

の
﹁
ー
﹂
を
﹁
あ
・
い
・
う
・
え
・
お
﹂
に

お
き
か
え
て
︑
国
語
じ
て
ん
を
つ
か
っ
て
意い

味み

を
調し

ら

べ
ま

し
ょ
う
︒

︵　
　
　

︶
パ
ス

︵　
　
　

︶
バ
ス

︵　
　
　

︶
は
す

ス
ピ
ー
チ　

↓　

す
ぴ　
　

ち

プ
ー
ル　

↓　

ぷ　
　

る

意い

味み
意い

味み

多
く
の
国
語
じ
て
ん
に
は
︑
次つ

ぎ

の
よ
う
な
き
ま
り
が
あ
り

ま
す
︒

④ 

小
さ
く
書
く
﹁
っ
﹂
や
﹁
ゃ
・
ゅ
・
ょ
﹂
は
︑

ふ
つ
う
に
書
く
字
の
後あ

と

に
な
ら
ん
で
い
ま
す
︒

い

う

　
　

３

　
　

２

　
　

１
人
前
で
話
す
短
い
話
や
あ
い
さ
つ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
で
ま
わ
り
を
か
こ
っ
て

作
っ
た
水
泳
場

※
実
際
に
意
味
調
べ
を
す
る
時
に
つ
ま
ず
き
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
︑

　

国
語
辞
典
を
使
い
な
が
ら
一
緒
に
確
か
め
る
と
よ
い
︒

3
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（四） 　

国
語
じ
て
ん
に
出
て
く
る
じ
ゅ
ん
に
︑
１
︑
２
の
番
号
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

（五）　

国
語
じ
て
ん
に
出
て
く
る
じ
ゅ
ん
に
︑
番
号
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

１
︵
　

︶
は
る

︵

︶
な
つ

︵

︶
あ
き

４
︵
　

︶
が
く

︵

︶
か
ぐ

︵

︶
か
く

６
︵
　

︶
び
よ
う

︵

︶
ひ
よ
う

︵

︶
ひ
ょ
う

︵

︶
び
ょ
う

２
︵
　

︶
て
ん
き

︵

︶
て
ん
け
ん

︵

︶
テ
ン
ト

５
︵
　

︶
し
い
た
け

︵

︶
シ
ー
ソ
ー

︵

︶
し
か
い

３
︵
　

︶
ホ
ー
ル

︵

︶
ポ
ー
ル

︵

︶
ボ
ー
ル

１
︵
　

︶
さ
つ
き

︵

︶
さ
っ
き

２
︵
　

︶
き
ょ
う

︵

︶
き
よ
う

３
︵
　

︶
り
ゅ
う

︵

︶
り
ゆ
う

１２

２１

２１

３２１３２１

３１２４

１２３２１３

１３２

4
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形
を
か
え
る
言こ

と

葉ば

日
本
語
に
は
︑
形
の
か
わ
る
言こ

と

葉ば

が
あ
り
ま
す
︒

た
と
え
ば
︑﹁
飲の

む
﹂
と
い
う
言こ

と

葉ば

は
︑
後あ

と

に
続
く
言こ

と

葉ば

に
よ
っ
て
文
の
中
で
﹁
飲の

ま
な
い
﹂﹁
飲の

み
ま
す
﹂﹁
飲の

め
ば
﹂

と
い
う
よ
う
に
形
を
か
え
て
使つ

か

わ
れ
ま
す
︒

国
語
じ
て
ん
を
使つ

か

う
と
き
に
は
︑
形
の
か
わ
る
言こ

と

葉ば

は
﹁
言
い
切
り
の
形
﹂
に
直
し
ま
す
︒

　
　

①
動う

ご

き
︵
動ど

う

作さ

︶
を
表あ

ら
わす

言こ
と

葉ば

は
︑
ウ
段だ

ん

の
音
︵
﹁
く
・
る
・
ぶ
﹂
な
ど
︶
で
終お

わ
る
形
に
直
し
ま
す
︒

　
　

②
様よ

う

子す

を
表あ

ら
わす
言こ

と

葉ば

は
︑
﹁
い
﹂
や
﹁
だ
﹂
で
終お

わ
る
形
に
直
し
ま
す
︒

（一）　
　
　
　

で
か
こ
ま
れ
た
言こ

と

葉ば

の
中
で
︑
国
語
じ
て
ん
に
の
っ
て
い
る
言こ

と

葉ば

を
一
つ
え
ら
ん
で
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

１
︵
　

︶
ぼ
く
は
︑
水
を
飲の

ま
な
い
︒

︵

︶
ぼ
く
は
︑
水
を
飲の

み
た
い
︒

︵

︶
ぼ
く
は
︑
水
を
飲の

む
︒

２
︵
　

︶
空
が
青
く
て
︑
き
れ
い
だ
︒

︵

︶
空
が
青
い
︒

︵

︶
空
が
青
か
っ
た
︒

※
動
き
や
様
子
を
表
す
言
葉
は
︑
後
に
続
く
言
葉
に
よ
っ
て
形
が
変
わ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
︒

○

○
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様よ
う

子す

を
表あ

ら
わ
す
言こ

と

葉ば

の
中
で
︑
言
い
切
り
の
形
が
﹁
│
だ
﹂
に
な
る
言こ

と

葉ば

を
国
語
じ
て
ん
で
調し

ら

べ
る
と
き
は
︑　　
　
　
　

注ち
ゅ
う

意い

が
ひ
つ
よ
う
で
す
︒

︿
れ
い
﹀

　

外
は
と
て
も　
し
ず
か
に　
な
っ
た
︒

　
　

し
ず
か
に　

⇩　

×

　
　

し
ず
か
だ　

⇩　

×

　
　

し
ず
か　
　

⇩　

○

３
︵
　

︶
わ
た
し
は
︑
ご
は
ん
を
食
べ
る
︒

︵

︶
わ
た
し
は
︑
ご
は
ん
を
食
べ
た
︒

︵

︶
み
ん
な
も
の
こ
さ
ず
食
べ
よ
う
︒

６
︵
　

︶
き
れ
い
な
人
が
い
る
︒

︵

︶
ぼ
く
は
く
つ
を
き
れ
い
に
し
た
︒

︵

︶
こ
の
花
は
き
れ
い
だ
︒

４
︵
　

︶
目
を
と
じ
れ
ば
思
い
出
す
︒

︵

︶
目
を
と
じ
る
︒

︵

︶
目
を
と
じ
ろ
︒

５
︵
　

︶
か
ば
ん
が
軽か

る

い
︒

︵

︶
か
ば
ん
が
軽か

る

く
な
る
︒

︵

︶
か
ば
ん
が
軽か

る

け
れ
ば
持も

て
る
︒

言
い
切
り
の
形
﹁
~
だ
﹂
に
直
し
て
︑

﹁
だ
﹂
を
の
ぞ
い
た
言こ

と

葉ば

で
調し

ら

べ
ま
す
︒

○

○ ○

○
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（二）　

次つ
ぎ

の
│
│
│
の
言こ

と

葉ば

を
国
語
じ
て
ん
を
ひ
く
と
き
の
形
に
直
し
ま
し
ょ
う
︒

︿
れ
い
﹀　

ぼ
く
た
ち
は
︑
お
父
さ
ん
を
い
つ
ま
で
も
見
送お

く

り
ま
し
た
︒ 

︵　
　

見
送
る　
　

︶

１　

お
姉
さ
ん
は
︑
図
書
館か

ん

に
行
き
ま
し
た
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　

︶

２　

男
の
人
が
﹁
あ
そ
こ
に
人
が
い
る
ぞ
︒
助た

す

け
ろ
︒﹂
と
消し

ょ
うぼ

う
し
に
さ
け
ん
だ
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　

︶

３　

お
ば
さ
ん
の
作
っ
た
り
ょ
う
理
は
︑
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　

︶

４　

ど
の
本
も
全ぜ

ん

部ぶ

お
も
し
ろ
そ
う
だ
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　

︶

５　

あ
ち
ら
の
部へ

屋
か
ら
に
ぎ
や
か
な
話
し
声
が
聞
こ
え
て
き
た
︒ 

︵　
　
　
　
　
　
　

︶

６　

友
だ
ち
に
は
親
切
に
し
よ
う
︒	

︵　
　
　
　
　
　
　

︶

※
国
語
辞
典
で
意
味
を
調
べ
さ
せ
て
︑
言
い
切
り
の
形
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
︒

※
５
・
６
で
は
︑
前
ペ
ー
ジ
の
青
枠
の
内
容
を
確
か
め
る
と
よ
い
︒

行
く

助
け
る

お
い
し
い

お
も
し
ろ
い

に
ぎ
や
か

親
切
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日
本
語
に
は
︑
発は

つ

音お
ん

が
同
じ
言こ

と

葉ば

で
も
意い

味み

の
ち
が
う
言こ

と

葉ば

が
あ
り
ま
す
︒

　
　
︿
れ
い
﹀　

あ
め

　
　
　
　
　
　

雨
︵
あ
め
︶

（一）　

次つ
ぎ

の
文
の
﹁
あ
う
﹂
は
ど
ち
ら
の
漢か

ん

字じ

を
入
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
︒
国
語
じ
て
ん
で
調し

ら

べ
て
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

（二）　

次つ
ぎ

の
文
の
│
│
の
言こ

と

葉ば

を
国
語
じ
て
ん
で
調し

ら

べ
た
ら
︑
下
の

　
　
　
　

の
よ
う
な
意い

味み

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
ど
の

　

意い

味み

で
使つ

か

わ
れ
て
い
る
か
一
つ
え
ら
び
ま
し
ょ
う
︒

・
わ
た
し
は
︑
ひ
さ
し
ぶ
り
に
友
だ
ち
と
あ
う
や
く
そ
く
を
し
た
︒

・
わ
た
し
の
姉
は
︑
細こ

ま

か
い
心
づ
か
い
の
で
き
る
人
で
す
︒

︵　
　
　

︶

合
う

︵

︶

会
う

︵

︶

言こ
と

葉ば

の
え
ら
び
方

一
つ
の
言こ

と

葉ば

に
︑
た
く
さ
ん
の
意い

味み

が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
言こ

と

葉ば

の
前ぜ

ん

後ご

の
文
を
読
ん
で
い
ち
ば
ん
合
う
意い

味み

を

え
ら
び
ま
し
ょ
う
︒

①
非ひ

常じ
ょ
う

に
小
さ
い

②
く
わ
し
い

③
心
が
行
き
と
ど
く
︑
よ
く
気
が
つ
く

④
け
ち
く
さ
い

⑤
大た

い

し
た
こ
と
で
は
な
い

言こ
と

葉ば

の
前ぜ
ん
後ご

の
文
を
読
み
︑
い
ち
ば
ん

合
う
意い

味み

を
え
ら
ぶ
よ
︒

※
国
語
辞
典
で
は
︑
基
本
的
な
意
味
や
よ
く
使
わ
れ
る
意
味
が
先
に
載
っ
て
い
る
︒

③　
　

○
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１　

う
き
う
き
す
る
音
が
な
が
れ
︑
あ
た
り
は
ま
ぶ
し
く
光
り
ま
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

ま
わ
り
の
色
が
へ
ん
か
す
る
に
つ
れ
て
︑
体
の
色
が
か
わ
っ
て
い
く
こ
ん
虫
も
い
ま
す
︒

３　

コ
ノ
ハ
チ
ョ
ウ
の
羽
は
︑
表お

も
ては

あ
ざ
や
か
な
青
と
オ
レ
ン
ジ
色
で
す
︒

４　

つ
ぼ
み
さ
ん
が
︑
首
を
か
し
げ
て
い
る
と
︑
む
す
め
は
言
い
ま
し
た
︒

（三）　

次つ
ぎ

の
文
の
中
で
︑
│
│
│
の
言こ

と

葉ば

の
意い

味み

を
国
語
じ
て
ん
を
使つ

か

っ
て
調し

ら

べ
ま
し
ょ
う
︒

意い

味み

が
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
は
︑

い
ち
ば
ん
合
う
意い

味み

を
え
ら
ぼ
う
︒

※
意
味
が
二
つ
以
上
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
文
脈
か
ら
正
し
い
意
味
を
選
ば
せ
る
︒

光
が
き
ら
き
ら
し
て
よ
く
見
え
な
い
︒

様
子
や
せ
い
し
つ
な
ど
が
︑
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
︒

明
る
く
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
す
︒

な
な
め
に
す
る
︒
か
た
む
け
る
︒
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二　

漢か
ん

字じ

の
表
あ
ら
わ

す
意い

味み

一
つ
の
漢か

ん

字じ

が
︑
い
く
つ
か
の
意い

味み

を
表あ

ら
わす
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
た
と
え
ば
﹁
一い

っ

等と
う

﹂
の
﹁
等と

う

﹂
は
︑
﹁
も
の
の
じ
ゅ

ん
い
﹂
を
表あ

ら
わし

︑
﹁
平び

ょ
う
ど
う等

﹂
の
﹁
等と

う

﹂
は
﹁
同
じ
﹂
と
い
う
意い

味み

を
表あ

ら
わし

て
い
ま
す
︒

（一）　
　
　
　
　

の
中
に
あ
る
次つ

ぎ

の
│
│
│
の
漢か

ん

字じ

は
ど
の
よ
う
な
意い

味み

で
使つ

か

わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒
意い

味み

の
ち
が
い
に
よ
っ

　

て
分
け
ま
し
ょ
う
︒

１２

書
く 
︵ 

︶

本 

︵ 

︶

お　

金 

︵ 
︶

黄お
う　

金ご
ん 

︵ 

︶

書金

書し
ょ

写し
ゃ　

　

読
書

書
店　
　

清せ
い

書

金
が
く　

金
の
ゆ
び
わ

ち
ょ
金　
　

金
メ
ダ
ル

漢字ペディア
「漢字一字」

︻
教
科
書
︵
上
︶
P62
~
P63
︼

※
こ
と
ば
の
意
味
を
一
つ
一
つ
お
さ
え
る
こ
と
で
︑
│
│
の
漢
字
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
と
よ
い
︒

書
写
︑
清せ

い

書

読
書
︑
書
店

金
が
く
︑
ち
ょ
金

金
の
ゆ
び
わ
︑
金
メ
ダ
ル
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（二）　

次つ
ぎ

の　
　

の
漢か

ん

字じ

を
ふ
く
ん
だ
言こ

と

葉ば

は
︑
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
意い

味み

を
表あ

ら
わし
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒
あ
て
は
ま
る
意い

味み

を
下

　

か
ら
え
ら
ん
で
線
で
む
す
び
ま
し
ょ
う
︒

１

２

３

４

５

６

　

通
学　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
通と

お

る

　

通つ
う

路ろ　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
通か

よ

う

　

行こ
う

進し
ん　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
行
く

　

行こ
う

動ど
う　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
行お

こ
なう

　

着ち
ゃ
くせ

き
・　
　
　

・

・　
　
　

・
着き

る

　

着き

物も
の　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
着つ

く

　

親
友　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
親
し
い

　

両り
ょ
う
し
ん親　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
親

　

回
転　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
回
る

　

一
回　

・　
　
　

・

・　
　
　

・
回
数

　

ま
ん
足ぞ

く

・　
　
　

・

・　
　
　

・
足

　

足
も
と
・　
　
　

・

・　
　
　

・
足た

り
て
い
る
こ
と

通

行

着

親

回

足
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三　

慣か
ん

用よ
う

句く

を
使つ
か

お
う

二
つ
以い

上じ
ょ
うの

言こ
と

葉ば

が
む
す
び
つ
い
て
︑
と
く
べ
つ
な
意い

味み

を
表あ

ら
わす

言
い
方
を
慣か

ん

用よ
う

句く

と
い
い
ま
す
︒

︿
れ
い
﹀
顔
＋
広
い
↓
﹁
顔
が
広
い
﹂
︵
意い

味み

︶
知
り
合
い
が
多
い
︒

が
下
が
る

を
か
か
え
る

が
す
べ
る

が
軽か

る

い

（一）　

次つ
ぎ

の
○
に
︑
図
に
あ
る
体
の
部ぶ

分ぶ
ん

を
指さ

す
言こ

と

葉ば

を
入
れ
︑
つ
づ
け
て
読
み
ま
し
ょ
う
︒

に
た
こ
が
で
き
る

を
う
た
が
う

に
あ
せ
を
に
ぎ
る

を
ぬ
く

が
ぼ
う
に
な
る

を
引
っ
ぱ
る

が
立
つ

を
決き

め
る

頭
耳手

口

足

は
ら

さんこうにしよう

「 ことわざ・慣用句の百科事典」

︻
教
科
書
︵
上
︶

P116
~

P119
︼

頭

耳

口

手

足 は
ら

※ 

慣
用
句
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
︑
自
分
の
表
現
に
役
立
て
よ
う
と

す
る
気
持
ち
を
持
た
せ
る
︒
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（二）　

次つ
ぎ

の
文
の
│
│
の
部ぶ

分ぶ
ん

を
言
い
か
え
る
と
︑　
　
　
　

の
ど
の
慣か

ん

用よ
う

句く

に
な
る
で
し
ょ
う
︒
︵　
　

︶
に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

１　

遠
足
で
十
キ
ロ
も
歩
く
と
︑
足
が
ひ
ど
く
つ
か
れ
る
だ
ろ
う
な
︒

２　

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
い
い
か
げ
ん
に
や
る
の
は
︑
い
け
な
い
こ
と
だ
︒

３　

お
母
さ
ん
に
は
︑
な
い
し
ょ
に
す
る
つ
も
り
な
の
に
︑
い
つ
も
つ
い
う
っ
か
り
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
︒

４　

毎
朝
︑
家
か
ら
駅え

き

ま
で
の
そ
う
じ
を
し
て
い
る
人
を
見
か
け
る
が
︑
私
は
心
か
ら
感か

ん

心し
ん

し
て
り
っ
ぱ
だ
と
思
う
︒

５　

も
し
︑
写し

ゃ

生せ
い

会か
い

入に
ゅ
うせ

ん
者し

ゃ

に
自
分
の
名
前
が
よ
ば
れ
た
ら
︑
聞
き
ち
が
い
で
は
な
い
か
と
思
う
に
ち
が
い
な
い
︒

頭
が
下
が
る　
　
　

手
を
ぬ
く　
　
　

口
が
す
べ
る

足
が
ぼ
う
に
な
る　
　
　

耳
を
う
た
が
う

足
が
ぼ
う
に
な
る

手
を
ぬ
く

口
が
す
べ
る頭

が
下
が
る

耳
を
う
た
が
う
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（三）　

次つ
ぎ

の
慣か

ん

用よ
う

句く

の
意い

味み

は
下
の
ど
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
︒
線
で
む
す
び
ま
し
ょ
う
︒

（四）　

い
ろ
い
ろ
な
慣か

ん

用よ
う

句く

と
そ
の
意い

味み

に
つ
い
て
調し

ら

べ
︑
表ひ

ょ
うに
ま
と
め
ま
し
ょ
う
︒

１　

さ
じ
を
投な

げ
る　
　

・・　
　
　
　
　
　

・・　

ど
う
に
も
で
き
な
い
こ
と
︒

２　

水
に
流な

が

す　
　
　
　

・・　
　
　
　
　
　

・・　

み
こ
み
が
な
い
と
あ
き
ら
め
る
︒

３　

手
も
足
も
出
な
い　

・・　
　
　
　
　
　

・・　

い
き
お
い
の
強
い
も
の
に
︑
さ
ら
に
い
き
お
い
を
加
え
る
︒

４　

火
に
油あ

ぶ
らを

注そ
そ

ぐ　
　

・・　
　
　
　
　
　

・・　

た
い
へ
ん
好す

き
な
こ
と
︒

５　

舌し
た

を
ま
く　
　
　
　

・・　
　
　
　
　
　

・・　

前
に
あ
っ
た
ふ
ゆ
か
い
な
こ
と
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
︒

６　

目
が
な
い　
　
　
　

・・　
　
　
　
　
　

・・　

た
い
へ
ん
お
ど
ろ
い
た
り
︑
感
心
し
た
り
す
る
︒

慣か
ん

用よ
う

句く

意い　

味み

「ことわざ・
慣用句四択クイズ 100」

ちょうせんしてみよう

︿
例
﹀
話
に
花
が
咲さ

く

︿
例
﹀ 
次
か
ら
次
へ
き
ょ
う
み
が
あ
る
話
が
出
て

き
て
会
話
が
は
ず
む
こ
と
︒

︿
例
﹀
た
ぬ
き
ね
入
り

︿
例
﹀
ね
む
っ
て
い
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
︒

※
動
物
や
植
物
な
ど
グ
ル
ー
プ
を
指
定
し
て
も
よ
い
︒
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（五）　

次つ
ぎ

の
慣か

ん

用よ
う

句く

の
意い

味み

を
調し

ら

べ
︑
そ
れ
を
使つ

か

っ
た
短た

ん

文ぶ
ん

を
作
り
ま
し
ょ
う
︒

１　

歯は

を
食
い
し
ば
る

意い

味み

︵ 

︶

短た
ん

文ぶ
ん

︵ 

︶

２　

耳
を
か
た
む
け
る

意い

味み

︵ 

︶

短た
ん

文ぶ
ん

︵ 

︶

苦
し
さ
や
く
や
し
さ
を
け
ん
め
い
に
こ
ら
え
る
︒

︿
例
﹀
ぼ
く
は
︑
マ
ラ
ソ
ン
大
会
で
転
ん
だ
が
︑
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
最さ

い

後ご

ま
で
走
っ
た
︒

熱ね
っ

心し
ん

に
聞
く

︿
例
﹀
わ
た
し
た
ち
は
︑
友
だ
ち
の
発
表
に
耳
を
か
た
む
け
た
︒

※
文
末
を
変
え
て
書
い
て
も
よ
い
こ
と
を
指
導
す
る
︒
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四　

こ
そ
あ
ど
言こ
と

葉ば

（一）　

男
の
子
が
︑
女
の
子
に
何
か
言
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
が
︑
ど
ん
な
話
を
し
て
い
る
か
︑
線
で
む
す
び
ま
し
ょ
う
︒

こ
の
ね
こ
︑

　
　

か
わ
い
い
だ
ろ
う
︒

そ
の
ね
こ
︑

　
　
　
　

か
わ
い
い
ね
︒

ぼ
く
ん
ち
の
ね
こ
は
︑

　
　
　

あ
の
ね
こ
だ
よ
︒

き
み
ん
ち
の
ね
こ
︑

　
　

ど
の
ね
こ
な
の
？

※
指
示
語
の
働
き
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
︒

︻
教
科
書
︵
下
︶
P28
~
P29
︼
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（二）　

友
だ
ち
と
動ど

う

作さ

を
つ
け
て
次つ

ぎ

の
よ
う
な
げ
き
を
し
て
︑
﹁
こ
そ
あ
ど
言こ

と

葉ば

﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

あ
つ
し　
　

﹁
あ
っ
︑
あ
そ
こ
に
せ
み
が
い
る
よ
︒﹂

み
ど
り　
　

﹁
ど
こ
︒
ね
︑
ど
こ
に
い
る
の
︒﹂

あ
つ
し　
　

﹁
あ
の
木
の
︑
ほ
ら
︑
上
の
と
こ
ろ
︒﹂

み
ど
り　
　

﹁
あ
あ
︑
あ
そ
こ
ね
︒﹂

あ
つ
し　
　

﹁
き
み
の
持
っ
て
い
る
そ
の
あ
み
で
と
ろ
う
よ
︒﹂

み
ど
り　
　

﹁
こ
の
あ
み
で
︑
と
ど
く
か
し
ら
︒﹂

﹁
こ
︑
そ
︑
あ
︑
ど
﹂
で
始
ま
る
︑
も
の
ご
と
・
場
所
な
ど
を
指さ

し
し
め
す
は
た
ら
き
を
す
る
言こ

と

葉ば

を　
　
　
　
　
　
　

﹁
こ
そ
あ
ど
言こ

と

葉ば

﹂
と
い
い
ま
す
︒

こ
の
・
こ
れ
・
こ
こ
・
こ
ち
ら
・
こ
ん
な
︙
︙
自
分
の
近
く
に
あ
る
も
の
や
場
所
︒

そ
の
・
そ
れ
・
そ
こ
・
そ
ち
ら
・
そ
ん
な
︙
︙
相あ

い

手て

の
近
く
に
あ
る
も
の
や
場
所
︒

あ
の
・
あ
れ
・
あ
そ
こ
・
あ
ち
ら
・
あ
ん
な
︙
自
分
か
ら
も
相
手
か
ら
も
遠
く
に
あ
る
も
の
や
場
所
︒

ど
の
・
ど
れ
・
ど
こ
・
ど
ち
ら
・
ど
ん
な
︙
︙
い
く
つ
か
あ
る
中
で
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
も
の
や
場
所
︒

※
遠
近
関
係
を
表
す
指
示
語
を
理
解
さ
せ
る
︒
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（三）　

│
│
│
の
言こ

と

葉ば

は
︑
何
を
指さ

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒
︵　

︶
の
中
か
ら
え
ら
ん
で　
　
　
　

で
か
こ
み
ま
し
ょ
う
︒

１　

向む

こ
う
で
大
き
な
音
が
し
た
︒
そ
れ
を
聞
い
た
店
の
人
た
ち
は
︑
急い

そ

い
で
表お

も
てに
出
て
き
た
︒

　
　

︵　

向
こ
う　

・　

音　

・　

店
の
人
た
ち　

・
表

お
も
て　

︶

２　

つ
く
え
の
上
に
え
ん
ぴ
つ
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
を
取と

っ
て
く
だ
さ
い
︒

　
　

︵　

つ
く
え　

・　

上　

・　

え
ん
ぴ
つ　

︶

３　

﹁
空
を
丸
い
も
の
が
と
ん
で
い
る
よ
︒﹂
﹁
あ
っ
︑
ほ
ん
と
う
︒
あ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
な
︒﹂

　
　

︵　

空　

・　

丸
い
も
の　

・　

い
っ
た
い　

︶

４　

花
が
さ
い
て
い
る
︒
こ
れ
を
妹
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
よ
う
︒

　
　

︵　

花　

・　

妹　

・　

プ
レ
ゼ
ン
ト　

︶

「
こ
そ
あ
ど
言こ

と

葉ば

」
は
︑
文
の
中
で
前
に
出
た
も
の
を
指さ

す
と
き
に
も
使つ

か

い
ま
す
︒

︿
れ
い
﹀
母
が
︑
プ
リ
ン
を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
は
わ
た
し
の
大
こ
う
物ぶ

つ

で
す
︒

※
﹁
こ
れ
﹂
は
︑﹁
プ
リ
ン
﹂
を
指
し
て
い
ま
す
︒
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（四）　

上
の
文
し
ょ
う
の
中
か
ら
︑
﹁
こ
そ
あ
ど
言こ

と

葉ば

﹂
を
三
つ

　

さ
が
し
て
│
│
│
を
引
き
ま
し
ょ
う
︒

（五）　

（四）
で
│
│
│
を
引
い
た
﹁
こ
そ
あ
ど
言こ

と

葉ば

﹂
は
︑
何
を
指さ

　

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒
指さ

し
て
い
る
言こ

と

葉ば

を　
　
　
　

で

　

か
こ
み
︑
﹁
こ
そ
あ
ど
言こ

と

葉ば

﹂
と
線
で
む
す
び
ま
し
ょ
う
︒

﹁
ね
え
︑
ち
か
ち
ゃ
ん
︑
ち
ょ
っ
と
見
て
︒﹂

　

あ
き
ち
ゃ
ん
は
︑
一
ま
い
の
葉は

を
わ
た
し
に
見
せ
ま
し

た
︒
そ
の
上
に
は
︑
よ
う
虫
が
い
ま
し
た
︒

﹁
こ
れ
は
何
か
な
あ
︒﹂

と
︑
わ
た
し
が
聞
く
と
︑
あ
き
ち
ゃ
ん
は
︑

﹁
た
ぶ
ん
︑
黒
ア
ゲ
ハ
の
よ
う
虫
だ
と
思
う
よ
︒﹂

と
言
い
ま
し
た
︒
よ
う
虫
は
︑
葉は

っ
ぱ
の
上
で
じ
っ
と
し

て
い
ま
す
︒
体
は
︑
黒
に
白
の
ま
だ
ら
も
よ
う
で
︑
五
ミ

リ
ぐ
ら
い
で
し
た
︒
あ
き
ち
ゃ
ん
は
︑
虫
か
ご
に
︑
よ
う

虫
の
つ
い
て
い
る
葉は

っ
ぱ
を
入
れ
て
︑

﹁
こ
の
中
で
︑
チ
ョ
ウ
に
な
る
ま
で
育そ

だ

て
て
み
る
よ
︒﹂

と
言
い
ま
し
た
︒

※
葉
だ
け
も
可
︒
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五　

漢か
ん

字じ

の
読
み
方

  

　

今
か
ら
お
よ
そ
千
五
︑
六
百
年
く
ら
い
前
に
︑
中
国
か
ら
日
本
へ
漢か

ん

字じ

が
伝つ

た

わ
っ
て
き
ま
し
た
︒
﹁
山
﹂
﹁
火
﹂

﹁
川
﹂
を
﹁
サ
ン
﹂
﹁
カ
﹂
﹁
セ
ン
﹂
と
読
む
の
は
︑
漢か

ん

字じ

が
伝つ

た

わ
っ
て
き
た
と
き
の
︑
中
国
の
発は

つ

音
を
も
と
に
し

た
も
の
で
す
︒

　

ま
た
︑
日
本
に
は
︑
漢か

ん

字じ

が
伝つ

た

わ
る
前
か
ら
﹁
や
ま
﹂
﹁
ひ
﹂
﹁
か
わ
﹂
と
い
う
言こ

と

葉ば

が
あ
っ
た
の
で
︑
同
じ
意い

味み

を
表あ

ら
わ

す
﹁
山
﹂
﹁
火
﹂
﹁
川
﹂
と
い
う
漢か

ん

字じ

を
あ
て
は
め
て
読

み
ま
し
た
︒

　

山
に
登の

ぼ

る
こ
と
を
中
国
人
は
﹁
登
山
﹂
と
書
き
︑
﹁
ト
ザ
ン
﹂

と
読
ん
で
い
た
の
で
す
︒
そ
れ
を
日
本
人
が
﹁
山
登の

ぼ

リ
﹂
と
読
み

か
え
て
い
っ
た
の
で
す
︒

　

ま
た
︑
漢か

ん

字じ

の
成な

リ
立た

ち
を
知
っ
て
︑
﹁
峠
﹂
︵
と
う
げ
︶
の

よ
う
に
日
本
で
作
ら
れ
た
漢か

ん

字じ

も
あ
リ
ま
す
︒

﹁
サ
ン
﹂
・
﹁
力
﹂
・
﹁
セ
ン
﹂
=
中
国
か
ら
伝つ

た

わ
っ
た
読
み
方
↓
「
音お

ん

」

﹁
や
ま
﹂
・
﹁
ひ
﹂
・
﹁
か
わ
﹂
=
日
本
の
言こ

と

葉ば

を
あ
て
は
め
た
読
み
方
↓
「
訓く

ん

」

日本
山

サ
ン

や
ま山

サン

中国

漢
かん

字
じ

の音訓

︻
教
科
書
︵
下
︶
P34
~
P35
︼
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次つ
ぎ

の
│
│
を
つ
け
た
漢か

ん

字じ

に
読
み
が
な
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

　
　
　
︵　
　
　

︶　　
︵　
　
　

︶

１　

あ
の 
山 
は
︑
ふ
じ 

山 

だ
︒

　
︵　
　
　

︶　　
　
　
　
　
︵　
　
　

︶

３　

 

花 

び
ん
の
中
の
美
し
い 

花 

︒

　
　
　
　
︵　
　
　

︶　
︵　
　
　

︶

５　

か
ぶ
と 

虫 

の
よ
う 

虫 
︒

　
︵　
　
　

︶　　
︵　
　
　

︶

２　

 

金 

曜
日
に
お 

金 

を
は
ら
う
︒

　
︵　
　
　

︶　
︵　
　
　

︶

４　

 

遊 

園
地
で 

遊 

ぶ
︒

　

 ︵　
　
　

︶　　
　
　
　
　
　

  ︵　
　
　

︶

６　
﹁ 

火 

の
用
心
﹂︑
マ
ッ
チ
一
本 

火 

事
の
も
と
︒

漢か
ん

字じ

湯

場

炭

体

目

音

氷

音お
ん

ト
ウ

訓く
ん

ゆ

（一） 　

右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
漢か

ん

字じ

は
︑
一
文
字
で
何
通
り
も
の
読
み
方
を
し
ま
す
︒
次
の
漢か

ん

字じ

は
ど
う
で
し
ょ
う
︒
教
科
書
や

じ
て
ん
な
ど
で
読
み
方
を
調し

ら

べ
︑
音お

ん

は
か
た
か
な
で
︑
訓く

ん

は
ひ
ら
が
な
で
書
き
ま
し
ょ
う
︒

  

ジ
ョ
ウ

タ
ン

タ
イ

モ
ク

オ
ン

ヒ
ョ
ウ

テ
イ

ば

す
み

か
ら
だ

め

お
と

こ
お
り

ね

　
　
　
　

や
ま　
　
　
　

さ
ん　
　
　

　
　

 

か 　
　
　
　
　
　
　
　

 

は
な

　
　
　
　
　

む
し　
　

  
ち
ゅ
う

　
　

き
ん　
　
　
　

か
ね　
　
　

　
　

ゆ
う 　
　

  

あ
そ

　
　
　

ひ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

か

※
こ
の
マ
ー
ク
の
と
こ
ろ
は
︑
単
元
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
扱
い
︑

　

一
人
で
学
習
す
る
と
こ
ろ
で
す
︒

※
漢
字
辞
典
で
は
︑
音
読
み
は
か
た
か
な
で
︑
訓
読
み
は
ひ
ら
が
な
で

　

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
導
す
る
と
よ
い
︒
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（二） 　

次つ
ぎ

の
漢か

ん

字じ

に
読
み
が
な
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒
音お

ん

読
み
す
る
も
の
は
か
た
か
な
で
︑
訓く

ん

読
み
す
る
も
の
は
ひ
ら
が
な
で
書
き

ま
し
ょ
う
︒

（三） 　

教
科
書
や
じ
て
ん
な
ど
を
見
て
︑
次
の
音お

ん

訓く
ん

表ひ
ょ
うを

う
め
ま
し
ょ
う
︒
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
な
い
場
合
は
︑
×
を
つ
け
ま

し
ょ
う
︒

　
﹁
空
﹂
の
場
合
︑﹁
ク
ウ
﹂
と
音お

ん

読
み
す
る
と
︑
意い

味み

が
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑﹁
そ
ら
﹂
と
訓く

ん

読
み
す
る
と
︑
意い

味み

が

よ
く
分
か
り
ま
す
︒

　
﹁
船
﹂﹁
弟
﹂﹁
左
﹂
な
ど
も
︑
音お

ん

で
は
意い

味み

が
分
か
り
に
く
い
で
す
が
︑
訓く

ん

だ
と
す
ぐ
に
意い

味み

が
分
か
る
漢か

ん

字じ

で
す
︒

音お
ん

だ
け
の
漢か

ん

字じ

は
︑
中
国
か
ら
伝つ

た

わ
っ
て
き
て
︑

そ
の
ま
ま
使つ

か

わ
れ
て
い
る
も
の
で
︑
訓く

ん

だ
け
の
漢か

ん

字じ

は
︑
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
︒

１

︵
　

　

︶

空
︵
　

　

︶

空　

気

２

︵
　

　

︶

船
︵
　

　

︶

客　

船

３

︵
　

　

︶

弟
︵
　

　

︶

兄　

弟

４

︵
　

　

︶

左
︵
　

　

︶

左　

右

漢か
ん

字じ

︿
れ
い
﹀ 

箱

畑

皿

感

意

音お
ん

×

訓く
ん

は
こ

そ
ら

ク
ウ
キ

ふ
ね

キ
ャ
ク
セ
ン

お
と
う
と

キ
ョ
ウ
ダ
イ

ひ
だ
り

サ
ユ
ウ

×

×

カ　

ン

イ

は
た
け

さ　

ら

×

×

は　

た

※
表
の
結
果
に
関
心
を
持
た
せ
る
︒
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（四） 　

次つ
ぎ

の
言こ

と

葉ば

を
︑
送お

く

り
が
な
に
気
を
つ
け
て
漢か

ん

字じ

で
書
き
ま
し
ょ
う
︒

（五） 　

漢か
ん

字じ

の
読
み
方
に
気
を
つ
け
て
︑
送お

く

り
が
な
を
つ
け
ま
し
ょ
う
︒

　
﹁
細
﹂
と
い
う
漢か

ん

字じ

は
︑﹁
ほ
そ
い
﹂﹁
こ
ま
か
い
﹂
の
よ
う
に
︑
訓く

ん

読
み
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
︒﹁
細
い
﹂﹁
細
か
い
﹂

の
│
│
を
引
い
た
送お

く

り
が
な
は
︑﹁
細
﹂
の
読
み
方
や
意い

味み

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
︒

１

こ
の
道
は　
　
　
　
　
　

︒

き
ま
り
が　
　
　
　
　
　

︒

１

サ
ケ
が
川
を
上
︵　
　
　

︶︒

花
火
が
上
︵　
　
　

︶︒

２

荷
物
が
重
︵　
　
　

︶︒

本
を
重
︵　
　
　

︶︒

３

人
が
通
︵　
　
　

︶︒

学
校
に
通
︵　
　
　

︶︒

言こ
と

葉ば

が
通
︵　
　
　

︶︒

２

洋よ
う

服ふ
く

を　
　
　
　
　
　

︒

船
が
港み
な
とに　
　
　
　
　
　

︒
３

夜
が　
　
　
　
　
　

︒

部へ

屋や

が　
　
　
　
　
　

︒

ほ
そ
い

き　

る

あ
け
る

こ
ま
か
い

つ　

く

あ
か
る
い

細　

い

着　

る

明
け
る

細
か
い

着　

く

明
る
い

が
る

ね
る

じ
る

る

い

う
る
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︵　
　
　

︶

　
︵　
　
　

︶

　
　
　
　
︵　
　
　

︶

　
　
︵　
　
　

︶

六　

俳は
い

句く

に
親し
た

し
も
う

　

俳は
い

句く

は
︑
五
・
七
・
五
の
十
七
音お

ん

で
表ひ

ょ
うげ
ん
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
︒
世せ

界か
い

で
一
番
短み

じ
かい
定て

い

型け
い

詩し

︵
決
ま
っ
た
形
の

あ
る
詩し

︶
で
す
︒
俳は

い

句く

は
江え

戸ど

時じ

代だ
い

に
入
っ
て
さ
か
ん
に
な
り
ま
し
た
︒
ま
た
︑
俳は

い

句く

に
は
︑
季き

節せ
つ

を
し
め
す
﹁
季き

語ご

﹂

を
入
れ
る
と
い
う
き
ま
り
が
あ
り
ま
す
︒

（一）　

次つ
ぎ

の
俳は

い

句く

の
音
の
区く

切
り
を
─
で
分
け
︑
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
︒
ま
た
︑
︵　
　

︶
に
︑
│
│
を
ひ
い
た

　

季き

語ご

の
季き

節せ
つ

を
書
き
ま
し
ょ
う
︒

１　

雪
と
け
て
村
一
ぱ
い
の
こ
ど
も
か
な　
　
　
　
　
︵
小
林
一い

っ
さ茶

︶

２　

夏
草
や
つ
わ
も
の
ど
も
が
夢ゆ

め

の
あ
と　
　
　
　
　
︵
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う︶

３　

一
枚ま

い

の
紅こ

う

葉よ
う

か
つ
散ち

る
静し

ず

か
さ
よ　
　
　
　
　
　
︵
高た

か

浜は
ま

虚き
ょ

子し

︶

４　

ス
ケ
ー
ト
の
ひ
も
む
す
ぶ
間
も
は
や
り
つ
つ　
　
︵
山や

ま

口ぐ
ち

誓せ
い

子し

︶

見てみよう

NHK for School
おはなしのくにクラシック

「雪とけて～俳句①春・夏～」

NHK for School
おはなしのくにクラシック

「柿食えば～俳句②秋・冬～」

︻
教
科
書
︵
下
︶
P70
~
P75
︼

※
俳
句
を
声
に
出
し
て
味
わ
わ
せ
る
︒

※
字
余
り
や
複
数
の
季
語
が
あ
る
が
︑
俳
句
の
作
品
に
は
字
余
り
の
も
の
が

　

あ
る
こ
と
や
︑
本
来
な
ら
季
語
は
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
お
く
︒

　
　
　

 

春

　
　

 

夏

　
　
　
　
　

 

秋

　
　
　

 

冬
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（二）　

次つ
ぎ

の
俳は

い

句く

は
︑
小
学
生
の
友と

も

だ
ち
の
作
品ひ

ん

で
す
︒
俳は

い

句く

に
え
が
か
れ
て
い
る
季き

節せ
つ

は
い
つ
で
し
ょ
う
︒
│
│
│
の
部ぶ

分ぶ
ん

を

　

手
が
か
り
に
し
て
︵　
　
　

︶
の
中
に
季き

節せ
つ

を
書
き
ま
し
ょ
う
︒

１　

ひ
ま
わ
り
や　

青
空
高
く　

の
び
て
い
け 

︵　
　
　
　

︶

２　

北
風
が　

く
ち
ぶ
え
ふ
い
て　

や
っ
て
き
た 

︵　
　
　
　

︶

３　

川
の
土
手　

に
ょ
き
に
ょ
き
生
え
る　

つ
く
し
の
子 

︵　
　
　
　

︶

４　

初は
つ

泳お
よ

ぎ　

ロ
ケ
ッ
ト
み
た
い
に　

か
べ
を
け
る 

︵　
　
　
　

︶

５　

入
学
式　

は
じ
ま
る
前
の　

し
ん
こ
き
ゅ
う 

︵　
　
　
　

︶

６　

柿か
き

落お

ち
る　

ア
リ
の
大た

い

群ぐ
ん　

止
ま
っ
た
ま
ま 

︵　
　
　
　

︶

さんこうにしよう

NHK for School
お伝と伝じろう
「今日は句会」

夏冬春夏春秋

※
基
本
的
に
︑
季
語
は
一
句
に
一
つ
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
る
︒

※
４
~
６
の
よ
う
な
﹁
字
余
り
﹂
の
俳
句
も
あ
る
︒
︵
﹁
字
足
ら
ず
﹂
も
お
さ
え
る
と
よ
い
︶
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七　

く
わ
し
く
表
あ
ら
わ

す
言こ
と

葉ば

︿
れ
い
﹀　
　

花
が　
　

さ
い
た
︒　
　
　

赤
い　

花
が　

さ
い
た
︒　
　

花
が　

き
れ
い
に　

さ
い
た
︒

　

右
の
れ
い
文
を
見
ま
し
ょ
う
︒
﹁
赤
い
﹂
は
︑
﹁
花
﹂
が
ど
ん
な
様よ

う

子す

か
を
く
わ
し
く
表あ

ら
わし

て
い
ま
す
︒
ま
た
︑

﹁
き
れ
い
に
﹂
は
︑
ど
の
よ
う
に
﹁
さ
い
た
﹂
の
か
を
く
わ
し
く
表あ

ら
わし
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
│
│
│
の
言こ

と

葉ば

の
様よ

う

子す

を
く
わ
し
く
表あ

ら
わす
言こ

と

葉ば

を

か
ら
え
ら
び
︑
︵　
　

︶
に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

１ 

た
て
も
の
が　

見
え
る
︒

２ 

風　

が　
　
　

ふ
く
︒

３ 

問も
ん

題だ
い

を　
　
　

と
く
︒

４　

赤
ち
ゃ
ん
が 

ね
む
る
︒

５　

雨　

が 

ふ
る
︒

６　

と
び
う
お
が 

と
ん
だ
︒

ど
ん
な

ど
の
よ
う
に

ど
ん
な

ど
の
よ
う
に

か
ん
た
ん
な　
　

す
ず
し
い　
　

白
い

す
や
す
や　
　

高
く　
　

ザ
ー
ザ
ー

︻
教
科
書
︵
下
︶

P108
~

P109
︼

※
飾
り
が
つ
く
と
詳
し
い
文
に
な
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
︒

白　
　

い

す
ず
し
い

か
ん
た
ん
な

す
や
す
や

ザ
ー
ザ
ー

高　
　

く

※
こ
の
マ
ー
ク
の
と
こ
ろ
は
︑
単
元
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
扱
い
︑

　

一
人
で
学
習
す
る
と
こ
ろ
で
す
︒
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（一）　

次つ
ぎ

の
文
か
ら
主
語
と
じ
ゅ
つ
語
を
さ
が
し
︑
主
語
は
│
│
│
︑
じ
ゅ
つ
語
は　
　
　

を
引
き
ま
し
ょ
う
︒

（二）　

次つ
ぎ

の
文
か
ら
く
わ
し
く
表あ

ら
わす

言
葉
を
さ
が
し
︑　
　
　

を
引
き
ま
し
ょ
う
︒

１　

弟
が　

お
か
し
を　

食
べ
る
︒

２　

ひ
な
た
で　

犬
が　

す
や
す
や　

ね
る
︒

３　

彼か
れ

の　

話
は　

い
つ
も　

お
も
し
ろ
い
︒

４　

姉
が　

た
く
さ
ん
の　

折お

り
紙
を　

わ
た
し
に　

く
れ
た
︒

１　

赤
い　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の　

花
が　

さ
く
︒

２　

彼か
れ

の　

え
ん
ぴ
つ
が　

つ
く
え
か
ら　

落
ち
る
︒

３　

木
の　

上
に　

と
て
も　

き
れ
い
な　

鳥
が　

い
る
︒

４　

わ
た
し
は　

き
の
う　

大
人
気
の　

映え
い

画
を　

見
に
行
っ
た
︒

ま
ず
は
︑
主
語
と
じ
ゅ
つ
語
を

た
し
か
め
る
ん
だ
ね
︒
そ
れ
か
ら

﹁
何
を
﹂﹁
何
に
﹂
や
︑﹁
い
つ
﹂

﹁
ど
こ
で
﹂﹁
ど
の
よ
う
に
﹂
と

い
っ
た
く
わ
し
く
表あ

ら
わ

す
言
葉
を

た
し
か
め
て
み
よ
う
︒　

「主語と述語，しゅうしょく語」

やってみよう
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八　

漢か
ん

字じ

の
組
み
立
て
と
意い

味み

漢か
ん

字じ

は
︑
い
ろ
い
ろ
な
意い

味み

や
読
み
方
を
表あ

ら
わす

部ぶ

分ぶ
ん

で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
組
み
立
て
の
も
と
に
な
る　

部ぶ

分ぶ
ん

を
部ぶ

首し
ゅ

と
い
い
ま
す
︒
部ぶ

首し
ゅ

は
二
百
あ
ま
り
も
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
ら
を
い
ち
に
よ
っ
て
な
か
ま
分
け
す
る
と
︑　

次
の
七
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

一
つ
一
つ
の
部ぶ

首し
ゅ

に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
︒
こ
れ
を
知
っ
て
い
れ
ば
︑
漢か

ん

字じ

を
お
ぼ
え
た
り
︑　

せ
つ
明
し
た
り
す
る
と
き
に
べ
ん
り
で
す
︒

へ
ん　
　
　
︿
れ
い
﹀　
　
　
　

︵
き
へ
ん
︶

か
ん
む
り　

︿
れ
い
﹀　
　
　
　

︵
く
さ
か
ん
む
り
︶

か
ま
え　
　

︿
れ
い
﹀　
　
　
　

︵
く
に
が
ま
え
︶

た
れ　
　
　

︿
れ
い
﹀　
　
　
　

︵
ま
だ
れ
︶

つ
く
り　
　
︿
れ
い
﹀　
　
　
　

︵
お
お
が
い
︶

あ
し　
　
　

︿
れ
い
﹀　
　
　
　

︵
こ
こ
ろ
︶

に
ょ
う　
　

︿
れ
い
﹀　
　
　
　

校

頭

花

急

国

道

広

︵
し
ん
に
ょ
う
︶

　

し
ん
に
ゅ
う

︻
教
科
書
︵
下
︶

P128
~

P129
︼
※
漢
字
の
構
成
に
つ
い
て
基
礎
的
な
理
解
を
さ
せ
る
︒

※
形
声
文
字
に
は
︑
そ
の
字
の
音
を
表
す
部
分
が
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
︒

　

読
み
方
︵
音
読
み
︶
は
︑
お
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
︒
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１　

お
日
さ
ま
が
出
て
︑　
　
　
　

れ
に
な
る
︒

３　

お
日
さ
ま
が
出
て
︑　
　
　
　

る
く
な
る
︒

２　

明
日
の
お　
　
　
　

は
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
行
こ
う
︒　

４　

今
日
は
と
く
に　
　
　
　

く
な
る
︒

５　
　
　
　
　

に
は
︑
水
が
た
く
さ
ん
あ
る
︒

７　

大
き
な
水
た
ま
り
が
︑　
　
　
　

に
な
り
ま
し
た
︒

６　

水
の
中
を　
　
　
　

ぐ
︒

８　

船
が　
　
　
　

を
立
て
る
︒

﹁
日
﹂
の
つ
く
漢か

ん

字じ

に
は
︑
お
日
さ
ま
に
つ
な
が
り
の
あ
る
漢か

ん

字じ

が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒

﹁

﹂
の
つ
く
漢か

ん

字じ

に
は
︑
水
に
つ
な
が
り
の
あ
る
漢か

ん

字じ

が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒

は

う
み

ひ
る

お
よ

あ
かい

け

あ
つ

な
み

（一）　

次つ
ぎ

の　
　

の
中
に
︑
漢か

ん

字じ

を
書
き
ま
し
ょ
う
︒

※
部
首
と
漢
字
の
意
味
の
関
連
に
気
づ
か
せ
る
︒

晴

昼

明

暑

海

泳

池

波
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（二）　

次つ
ぎ

の
部ぶ

首し
ゅ

の
つ
く
字
を
左
か
ら
え
ら
び
︑　
　

に
書
き
ま
し
ょ
う
︒

１

２

に
ん
べ
ん

あ
く
び

へ
ん

つ
く
り

き
へ
ん

の
ぶ
ん

ぼ
く
づ
く
り

の
ぎ
へ
ん

お
お
が
い

さ
ん
ず
い

ご
ん
べ
ん

ひ
へ
ん

氵訁 亻

３

た
け
か
ん
む
り

か
ん
む
り

く
さ
か
ん
む
り

う
か
ん
む
り

⺮艹宀

※
漢
字
を
部
首
に
よ
り
識
別
す
る
能
力
を
育
て
︑
漢
字
の
読
み
書
き
の
力
を
の
ば
す
︒

村

放

板

教

秋

顔

科

頭

海
汽

記
計

明
暗

作

歌

係

茶
葉

家
室

算
答
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厂广

４６

５７

れ
っ
か

れ
ん
が

く
に
が
ま
え

ま
だ
れ

あ
し

か
ま
え

に
ょ
う

た
れ

こ
こ
ろ

そ
う
に
ょ
う

も
ん
が
ま
え

し
ん
に
ょ
う

し
ん
に
ゅ
う

が
ん
だ
れ

門囗

辶�

灬

記

作

明

歌

点

秋

原

意

回

村

顔

間

暗

広

放

週

算

家

海

起

係

通

教

開

板

店

思

頭

計

室

茶

科

答

図

葉

汽

※
こ
こ
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
︑﹁
空
﹂
の
部
首
は
﹁
穴
﹂︑﹁
聞
﹂
の
部
首
は
﹁
耳
﹂︑﹁
問
﹂
の
部
首
は
﹁
口
﹂
の
よ
う
に
部
首
を
間
違
い
や
す
い
も
の
も
あ
る
の
で
注
意
す
る
︒

意間

原

思開

点回

週起広

図

通店
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（9）　いろいろなローマ字を練
れん

習
しゅう

してみましょう。

32(7)
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　　　パソコンを使うとき
　①　ローマ字の書き方が２つあるものは，どちらのやり方でも
入力できます。

　　し…　　　　または　　　　　　ち…　　　　または

　　ふ…　　　　または

　②　「ぢ」「づ」「を」「ん」などは，次のように入力します。

　　ぢ…　　　　　づ…　　　　　を…　　　　　ん…

S I S H

H U

D I D U W O N N

F U

I T I C H I

（8）次のローマ字の読み方が同じものを二つえらんで○をつけましょう。

①　　syo　　　shi　　　sha　　　si

②　　suki　　　sushi　　　susi　　　sumi

③　　miti　　　mati　　　michi　　　mochi

④　　futa　　　fune　　　fuku　　　huku

つか

練習してみよう

プレイグラムタイピング
「タイピングれんしゅう」

※　訓令式 si，ヘボン式 shi

33(6)
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　　　ローマ字のきまり（2）
　①　ローマ字では，人の名前や土地の名前を書くときに，さい
しょの文字を大文字で書きます。

　　　Noguti Hideyo ＝ 野口英世
　②　ローマ字表の〔　　〕のようなつづりで書くことがあります。
　　　　Fukushima ＝ 福島         Kochi ＝ 高知
　　　　Hu → Fu　si → shi　　　 ti → chi

（5）次のひらがなをローマ字で書きましょう。

（6）自分の名前をローマ字で書いてみましょう。

（7）自分の学校の名前をローマ字で書いてみましょう。

①　きょうりゅう

③　らっぱ

　②　おもちゃ

　④　ほんや

ふく しま こう ち

の ぐちひで よ

ひょう

つぎ

※　きまりにはまらない場合があります。

※　ローマ字は英語ではない
　ので，氏・名の順に書く。

※　教科書上 P.88（2）を参考にしながら , n と母音が続く場合の（̓アポストロフィ）の
　指導に留意する。

kyoryu

rappa

omotya

hon’ya
(omocha)

※　P.35 の青枠①～④を
　確かめながら指導する。
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　　　ローマ字のきまり（2）
　①　ローマ字では，人の名前や土地の名前を書くときに，さい
しょの文字を大文字で書きます。

　　　Noguti Hideyo ＝ 野口英世
　②　ローマ字表の〔　　〕のようなつづりで書くことがあります。
　　　　Fukushima ＝ 福島         Kochi ＝ 高知
　　　　Hu → Fu　si → shi　　　 ti → chi

（5）次のひらがなをローマ字で書きましょう。

（6）自分の名前をローマ字で書いてみましょう。

（7）自分の学校の名前をローマ字で書いてみましょう。

①　きょうりゅう

③　らっぱ

　②　おもちゃ

　④　ほんや

ふく しま こう ち

の ぐちひで よ

ひょう

つぎ

　　　ローマ字のきまり（1）

①　のばす音は，　のしるしをのばしたい音の母音の上につけます。
　　おばさん ＝ obasan　→　おばあさん ＝ obasan
　　ローマ字 ＝ romazi
②　小さい「や・ゆ・よ」のつく音は，母音と子音の間に yを
　入れます。
　　でんしゃ ＝ densya　ちゃわん ＝ tyawan(chawan)
③　小さい「つ」のつく音は，「つ」を入れたい場所のすぐあとの
子音を二つ書きます。
　　にっし ＝ nissi　　きって ＝ kitte
④　「 ʼ」は，切るしるしとして使います。
　　パンや ＝ panʼya

（4）次のローマ字を読んでみましょう。

① korogi（　　　　　　） ② imoto（　　　　　　）

③ syasin（　　　　　　） ④ tosyokan（　　　　　　） 

⑤ nikki（　　　　　　） ⑥ roketto（　　　　　　）
   
⑦ ginʼ iro（　　　　　　） ⑧ zenʼ in（　　　　　　）

⑨ kyusyoku（　　　　　　 ） ⑩ yakyu（　　　　　　）

⑪ ototo no hon（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（shin）

つぎ

ぼ いん

ぼ いん し  いん

し  いん

※　 ʼがないとpanya（パニャ）
　と読める。

※長音

※拗音

※促音

こおろぎ いもうと

しゃしん としょかん

きゅうしょく やきゅう

にっき ロケット

ぎんいろ ぜんいん

おとうとのほん
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（3）次のひらがなをローマ字で書きましょう。

①　あお

③　すし

⑤　はる

⑦　やね

⑨　おんぷ

②　いえ

④　たこ

⑥　まめ

⑧　ろば

⑩　みかん

　ローマ字を書くときに気をつけることは，字を書くいちです。
　練習をするときには，４本の線に書きます。多くの文字は，上
から２本目と３本目の間に入りますが，中にはいちばん上の線や，
いちばん下の線まで出るものもあります。高さや長さに気をつけ
て書きましょう。

れんしゅう

つぎ

ao

susi (sushi)

haru

yane

onpu

ie

tako

mame

roba

mikan
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（1） 次のローマ字を読んで，（　）の中に書きましょう。

（2） 次のローマ字を読んで，（　）の中に書きましょう。

① hige（　　　　　） ② bingo（　　　　　）

③ daruma（　　　　　） ④ zarigani（　　　　　） 

⑤ soroban（　　　　　） ⑥ sanpo（　　　　　） 

（tsu） （shin）

（shi）

つぎ

つぎ

　ローマ字の五十音は，a・i・u・e・o という母音と，k・s・
t・n・h・m・y・r・wという子音を組み合わせて作られています。
（「あいうえお」は母音だけでできています。）
　子音は，五十音の表で行を表します。母音は，段を表します。
たとえば，「す」は「サ行・ウ段」ですから，サ行を表す「s」と，
ウ段を表す「u」を組み合わせた「su」と書きます。
　「ん」は，この組み合わせの中には入らず，「n」だけで表します。

だん

だん

だん

ぼ いん

ぼ いん

ぼ いん

し  いん

し  いん ひょう ぎょう あらわ

あらわ

あらわ

あらわ

あらわ

 ア イ ウ エ オ

　ガ・ザ・ダ・バ行の音（だく音）も，五十音と同じように，
g・z・d・b の行を表す子音と，a・i・u・e・o という段を表
す母音の組み合わせで表します。
　また，パ行の音（半だく音）は，p と a・i・u・e・o という
段を表す母音の組み合わせで表します。

はん おん

ぼ いん

ぼ いん

し  いんぎょう だん あらわ

だん あらわあらわ

あらわ

あらわ

おん

① taki（　　　　　） ② kawa（　　　　　） 

③ sumire（　　　　　） ④ himawari（　　　　　） 

⑤ yakiniku（　　　　　） ⑥ minomusi（　　　　　　）

⑦ sakanaturi（　　　　　） ⑧ sinkansen（　　　　　　）

（1） 次のローマ字を読んで，（　）の中に書きましょう。

（2） 次のローマ字を読んで，（　）の中に書きましょう。

① hige（　　　　　） ② bingo（　　　　　）

③ daruma（　　　　　） ④ zarigani（　　　　　） 

⑤ soroban（　　　　　） ⑥ sanpo（　　　　　） 

（tsu） （shin）

（shi）

つぎ

つぎ

　ローマ字の五十音は，a・i・u・e・o という母音と，k・s・
t・n・h・m・y・r・wという子音を組み合わせて作られています。
（「あいうえお」は母音だけでできています。）
　子音は，五十音の表で行を表します。母音は，段を表します。
たとえば，「す」は「サ行・ウ段」ですから，サ行を表す「s」と，
ウ段を表す「u」を組み合わせた「su」と書きます。
　「ん」は，この組み合わせの中には入らず，「n」だけで表します。

だん

だん

だん

ぼ いん

ぼ いん

ぼ いん

し  いん

し  いん ひょう ぎょう あらわ

あらわ

あらわ

あらわ

あらわ

 ア イ ウ エ オ

　ガ・ザ・ダ・バ行の音（だく音）も，五十音と同じように，
g・z・d・b の行を表す子音と，a・i・u・e・o という段を表
す母音の組み合わせで表します。
　また，パ行の音（半だく音）は，p と a・i・u・e・o という
段を表す母音の組み合わせで表します。

はん おん

ぼ いん

ぼ いん

し  いんぎょう だん あらわ

だん あらわあらわ

あらわ

あらわ

おん

① taki（　　　　　） ② kawa（　　　　　） 

③ sumire（　　　　　） ④ himawari（　　　　　） 

⑤ yakiniku（　　　　　） ⑥ minomusi（　　　　　　）

⑦ sakanaturi（　　　　　） ⑧ sinkansen（　　　　　　）

 　　　　  たき 　　　　　　　　　 かわ

 　　　　　   すみれ 　　　　　　　　　　  ひまわり

 　　　　　    やきにく 　　　　　　　　　　　  みのむし

 　　　　　　　 さかなつり 　　　　　  しんかんせん

※　ローマ字を学習するためには母音と子音の
　組み合わせが大切であることを指導する。

※　最終ページのローマ字表を見せながら
　説明するとよい。

ひげ ビンゴ

だるま ざりがに

そろばん さんぽ
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（大文字） ア段
だん

イ段
だん

ウ段
だん

エ段
だん

オ段
だん

（ャ） （ュ） （ョ）

（大文字） A I U E O
ア行 a i u e o
カ行 K k
サ行 S s
タ行 T t
ナ行 N n
ハ行 H h
マ行 M m
ヤ行 Y y
ラ行 R r
ワ行 W w
ン N n

ガ行 G g
ザ行 Z z
ダ行 D d
バ行 B b
パ行 P p

　日本語の書き言
こと

葉
ば

には，漢
かん

字
じ

，かな文字のほかにローマ字があります。
ローマ字の仕

し

組
く

みを調
しら

べてみましょう。
　左のローマ字表

ひょう

を見て，正しく書く練
れん

習
しゅう

をしましょう。

9　ローマ字

※ローマ字の仕組みを理解させる。（拡大して練習用に使用するとよい。）

【教科書（上）P89(1)～P84(6)（下）P37, P36, P164】
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〔sha〕

〔cha〕

〔shu〕

〔chu〕

〔sho〕

〔cho〕

〔wo〕

〔 ja〕

〔dya〕

〔 ju〕

〔dyu〕

〔 jo〕

〔dyo〕

Romazi no hyo

〔shi〕

〔chi〕 〔tsu〕

〔fu〕

〔 ji〕

〔di〕 〔du〕

ア段
だん

A
イ段

だん

I
ウ段

だん

U
エ段

だん

E
オ段

だん

O （ャ） （ュ） （ョ）
ア行 a i u e o
カ行 K ka ki ku ke ko kya kyu kyo
サ行 S sa si su se so sya syu syo
タ行 T ta ti tu te to tya tyu tyo
ナ行 N na ni nu ne no nya nyu nyo
ハ行 H ha hi hu he ho hya hyu hyo
マ行 M ma mi mu me mo mya myu myo
ヤ行 Y ya (i) yu (e) yo
ラ行 R ra ri ru re ro rya ryu ryo
ワ行 W wa (i) (u) (e) (o)
ン N n

ガ行 G ga gi gu ge go gya gyu gyo
ザ行 Z za zi zu ze zo zya zyu zyo
ダ行 D da (zi) (zu) de do (zya) (zyu) (zyo)
バ行 B ba bi bu be bo bya byu byo
パ行 P pa pi pu pe po pya pyu pyo

※外部ホームページリンク先は、予告なく変更・削除されることもあります。

※無断で複写・複製することを禁じます。

※ローマ字の読み方や書き方について知らせ，ローマ字に親しませる。
※〔　〕内はヘボン式の表記です。中学の英語では主となる表記です。
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